
最
初
に
架
け
ら
れ
た
橋
・
明
七
橋

　

江
戸
時
代
、
長
良
川
は
荷
物
を
運
ぶ
大

切
な
水
路
と
し
て
多
く
の
舟
が
行
き
来
し
、

長
良
川
以
北
の
人
々
は
渡
し
舟
に
乗
っ
て

岐
阜
町
に
用
を
足
し
に
行
っ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
長
良
橋
に
初
め
て
橋
が
架
け
ら
れ

た
の
は
１
８
７
４
（
明
治
七
）
年
の
こ
と
。

明
七
橋
と
名
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
南
側
半

分
は
木
橋
で
し
た
が
、
北
側
は
水
の
流
れ

が
強
く
深
い
の
で
、
舟
を
十
艘
余
り
並
べ

そ
の
上
に
板
を
渡
し
た
舟
橋
で
し
た
。

　

こ
の
橋
を
渡
る
に
は
、
人
が
４
厘
、
馬

が
９
厘
、
人
力
車
は
１
銭
４
厘
か
か
り
ま

し
た
が
、
舟
に
乗
ら
ず
に
い
つ
で
も
行
き

来
で
き
る
と
喜
ば
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、

大
水
の
度
に
橋
が
壊
さ
れ
た
り
舟
が
流
さ

れ
た
り
し
て
い
ま
し
た
。

二
度
に
わ
た
る
木
橋
の
架
け
替
え

　

1
8
8
4
（
明
治
十
七
）
年
、
明
七
橋
は
、

長
さ
が
2
8
5
ｍ
、
幅
3
．
8
ｍ
、
電
柱

程
の
太
い
木
を
組
み
合
わ
せ
て
、
南
北
を

完
全
に
繋
ぐ
木
橋
に
架
け
替
え
ら
れ
ま
し

た
。
長
良
橋
梁
社
と
い
う
会
社
が
作
っ
た

の
で
、
通
行
料
が
必
要
で
し
た
。
河
渡
橋
、

尻
毛
橋
、
忠
節
橋
も
こ
の
頃
で
き
ま
し
た
。

　

1
8
9
1
（
明
治
二
十
四
）
年
十
月
二

舟
の
橋
か
ら
木
の
橋
へ

舟
の
橋
か
ら
木
の
橋
へ

そ
し
て
、

そ
し
て
、…

…
…

…
…
…

今

―
 
―
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橋
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舟
の
橋
か
ら
木
の
橋
へ

そ
し
て
、…

…
…
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長
良
橋
の
変
遷 ―

ふるさとの歴史

こぼれ話

Vol.2

十
八
日
午
前
六
時
三
十
七
分
、
本
巣
郡
根

尾
村
を
震
源
地
と
し
て
濃
尾
大
地
震
が
起

こ
り
ま
し
た
。

　

岐
阜
測
候
所
の
地
震
計
の
針
が
振
り
切

れ
、
地
震
の
後
の
火
災
で
岐
阜
駅
か
ら
伊

奈
波
神
社
付
近
ま
で
一
面
焼
け
野
原
と
な

る
よ
う
な
大
地
震
で
、
長
良
橋
も
大
き
く

崩
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

1
9
0
1
（
明
治
三
十
四
）
年
に
は
、

県
が
3
万
円
程
か
け
て
、
新
し
く
木
橋
が

架
け
直
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
長
良
橋
の
通

行
料
は
無
料
で
、
人
々
は
い
つ
で
も
安
全

に
行
き
来
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

鉄
橋
と
な
っ
た
長
良
橋

　

１
９
１
５
（
大
正
四
）
年
、
長
良
橋
は

鉄
橋
に
架
け
替
え
ら
れ
ま
し
た
。
長
良
橋

駅
か
ら
長
良
北
町
駅
ま
で
橋
の
上
を
電
車

が
繋
ぎ
、
岐
阜
駅
か
ら
高
富
ま
で
、
電
車

を
乗
り
換
え
な
い
で
行
け
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

　

こ
の
頃
岐
阜
に
は
２
台
し
か
な
か
っ
た

乗
用
車
が
、
大
正
八
年
に
は
95
台
ま
で
に

増
え
、
ト
ラ
ッ
ク
も
９
台
走
る
よ
う
に
な

り
、
木
材
輸
送
も
筏
か
ら
ト
ラ
ッ
ク
に
変

わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。

戦
後
の
長
良
橋

　

戦
後
の
交
通
量
は
年
々
増
え
、
長
良
橋

の
傷
み
も
ひ
ど
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
厚

い
板
を
張
り
つ
め
た
路
面
は
自
動
車
が
通

る
度
に
板
が
跳
ね
、
シ
ロ
ホ
ン
橋
と
呼
ば

れ
、
足
元
を
見
て
歩
か
な
い
と
危
険
な
ほ

ど
で
し
た
。

　

１
９
５
４
（
昭
和
二
十
九
）
年
か
ら
３

年
間
、
総
工
費
四
億
二
千
万
円
を
か
け
て
、

長
良
橋
は
そ
れ
ま
で
よ
り
少
し
下
流
に
架

け
直
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
今
の
長
良
橋

で
す
。
洪
水
に
備
え
橋
脚
を
高
く
し
、
堤

防
を
壊
さ
な
い
よ
う
に
水
の
流
れ
も
考
え

て
造
ら
れ
ま
し
た
。
電
車
は
複
線
と
な
り
、

自
動
車
も
左
右
２
車
線
で
走
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　

た
だ
道
路
は
旧
の
長
良
橋
の
延
長
線
上

に
あ
り
、
バ
ス
も
車
も
長
良
橋
の
北
で
坂

を
下
り
、
狭
い
長
良
北
町
ま
で
の
商
店
街

（
昔
か
ら
の
高
富
街
道
）
を
走
っ
て
い
ま
し

た
。
や
が
て
電
車
の
線
路
の
周
り
の
家
が

取
り
壊
し
拡
幅
さ
れ
、
長
良
橋
か
ら
ま
っ

す
ぐ
走
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

１
９
６
０
（
昭
和
三
十
五
）
年
、
長
良

北
町
か
ら
高
富
ま
で
の
電
車
は  

廃
止
さ

れ
、
バ
ス
が
走
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

自
動
車
中
心
と
す
る
流
れ
を
押
し
と
ど
め

る
こ
と
が
で
き
ず
、
１
９
８
８
（
昭
和
六

十
三
）
年
六
月
一
日
、
名
古
屋
鉄
道
の
徹

明
町
〜
長
良
北
町
間
の
路
線
も
廃
止
さ
れ

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

○
『
わ
た
し
た
ち
の
町
・
な
が
ら
』　
　
　

　

（
１
９
８
４
年
）
、
『
社
会
科
ぎ
ふ
し
』

　

（
１
９
７
４
年
）
、
『
わ
た
し
た
ち
の
岐

　

阜
市
』
、
『
岐
阜
県
の
歴
史
』
（
山
川
出

　

版
社
）
な
ど
参
考
に
し
て
、
橋
村
健
が
こ

　

の
文
章
を
書
き
ま
し
た
。

岐
阜
市
歴
史
博
物
館
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド

代
表　

後
藤　

征
夫

「
お
話
・
岐
阜
の
歴
史
」

　

http://book.geocities.jp/

　
　
　
　
　

gifurekisi/rekisitop.htm
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自
転
車
で
シ
ロ
ホ
ン
橋
を
渡
る

　

自
転
車
で
シ
ロ
ホ
ン
橋
を
渡
る

時
は
、
縦
に
板
が
張
っ
て
あ
る
軌

時
は
、
縦
に
板
が
張
っ
て
あ
る
軌

道
の
間
を
通
っ
た
。

道
の
間
を
通
っ
た
。「
岐
阜
の
町

岐
阜
の
町

は
も
う
す
ぐ
だ
」
と
、
心
が
高
ま

は
も
う
す
ぐ
だ
」
と
、
心
が
高
ま

っ
た
日
々

っ
た
日
々…

。

　

誰
か
ら
も
親
し
ま
れ
て
き
た
長

　

誰
か
ら
も
親
し
ま
れ
て
き
た
長

良
橋
の
歴
史
を
探
っ
て
み
ま
し
ょ

良
橋
の
歴
史
を
探
っ
て
み
ま
し
ょ

う
。
う
。

　

自
転
車
で
シ
ロ
ホ
ン
橋
を
渡
る

時
は
、
縦
に
板
が
張
っ
て
あ
る
軌

道
の
間
を
通
っ
た
。「
岐
阜
の
町

は
も
う
す
ぐ
だ
」
と
、
心
が
高
ま

っ
た
日
々…

。

　

誰
か
ら
も
親
し
ま
れ
て
き
た
長

良
橋
の
歴
史
を
探
っ
て
み
ま
し
ょ

う
。
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大正４年にできた鉄橋

昭和31年・新旧の長良橋（工事中）

電車が走る旧長良橋。左は新長良橋

現在の長良橋

最初の橋・明七橋

明治７年の明七橋（舟橋）

濃尾震災で壊れた長良橋明治34年に架け直された橋

か

め
い 

し
ち

め
い  

し
ち

そ
う

き
ょ
う
り
ょ
う
し
ゃ

い
か
だ


